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仁
井
田
陸
氏
が

一
九
六
六
年
六
月
二
二
日
に
な
く
な
ら
れ
て
か
ら

一
年
、
繭

島
正
夫
、
佐
伯
有
一

の
雨
民
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
氏
の
遺
稿
集
が
本
書
で

あ
る
。

本
書
に
は
氏
の
R

Y
ド
ン
大
事
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
所
で
の
講
義
案
と
し
て

の
「
中
園
の
法
と
枇
曾
と
歴
史
」
と
定
年
退
官
を
前
に
し
て
研
究
生
活
を
ふ
り

か
え
ら
れ
た
「
研
究
生
活
三
寸
五
年
の
回
顧
」
並
び
に

「書
翰
」
「
在
欧
日
記
」

(
氏
が
病
い
に
倒
れ
ら
れ
て
の
ち
は
夫
人
の
手
に
よ
っ
て
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
)

及
び
個
別
論
文
と
し
て
「
陪
唐
の
法
律
と
そ
の
周
遊
ア
ジ
ア
諸
国
に
及
ぼ
し
た

影
響
」
「
魯
迅
の
作
品
・『
藤
野
先
生
』
と
『
阿
Q
正
侍
』
」
「
中
閣
の

『家
』
に

つ
‘ぃ
.て
」
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
各
文
成
立
の
由
来
と
そ
れ
を
本
書
に
牧
め
た

因
縁
に
つ
い
て
は
容
末
に
編
者
に
よ
る
説
明
が
附
さ
れ
て
い
る
。
全
種
と
し
て

は
「
こ
れ
ら
は
事
術
論
文
も
あ
れ
ば
講
演
も
あ
り
、
思
い
出
話
も
あ
れ
ば
般
行
ー

先
か
ら
の
書
信
も
あ
る
と
い
う
ふ
う
で
、
嬰
っ
た
構
成
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
博
士
の
撃
問
主
人
と
を
結
合
し
て
一示
す
最
も
よ
い
方
法

と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
樽
土
の
人
柄
と
そ
の
事
聞
の
設
展
と
は
決
し
て
は

な
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(
編
者
あ
と
が
き
〉
。

氏
の
波
後

J

氏
の
摩
聞
と
Am柄
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
人
々
は
多
い
。
氏
の
生

涯
に
お
小
て
最
後
の
そ
し
て
あ
る
意
味
で
は
最
高
の
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
ふ

れ
る
た
め
に
は
、
生
前
の
氏
の
業
績
に
封
し
て
な
さ
れ
た
評
債
を
も
合
せ
考
え

る
必
要
が
あ
る。

そ
の
巨
大
で
豊
か
な
皐
聞
の
位
置
づ
け
は
今
後
の
中
国
事
の

設
展
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
じ
か
L
「
慢
系
化
、へ
の
努
力
を

つ
づ
け
つ
つ
、
常
に
史
的
現
質
そ
の
も
の
に
密
着
し
た
謬
問
的
熊
量
」
(佐
伯

有
一
氏
第
二
稿
ぜ
後
述
参
照
)
を
と
り
つ
づ
-け
ら
れ
た
氏
の
皐
聞
を
遁
確
に
把

え
る
こ
と
は
緩
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
般
的
な
皐
読
史
整
理
の
枠
内
に

納
ま
る
よ
う
な
仕
事
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
、
氏
の
業
績

を
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
自
己
の
研
究
を
す
す
め
、
更
に
こ
の
自
己
の
研
究
の
親
黙

か
ら
氏
の
業
績
を
い
か
に
う
け
と
め
る
か
と
い
う
相
互
連
閥
的
な
作
業
の
中
で

徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
現
在
の
筆
者
の
視
角
か
ら
し
て
消
化
し
う
る
諸
氏
の
氏
の
察
聞
と

人
格
に
濁
す
る
抱
え
方
J
|
そ
れ
も
特
む
そ
の
範
圏
を
限
定
し
て
ー
ー
を
ふ
ま

え
つ
つ
氏
の
皐
聞
を
本
書
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
。
こ

こ
で
参
照
す
る
の
は

以
下
の
諸
論
考
で
あ
る
。
佐
伯
有
一

氏
の
中
園
法
制
史
研
究
前
三
省
書
評

(
仁

井
田
殴
氏
・
中
闘
法
制
史
研
究
第
四
谷
附
録
)
(以
下
佐
伯
氏
第

一
稿
と
略
稿
、

以
下
同
様
)
、
同
氏
「
仁
井
田
陸
博
士
ベ
と
そ
の
業
績
」
(思
想

一
九
六
六
年

一
一一

月
続
可
福
島
正
夫
氏
「
仁
芽
回
樽
士
の
人
と
事
問
」

(
聞
書
二

C
四
貌
〉
、
重

田
徳
氏

「
仁
井
田
氏
の
業
績
に
よ
せ
て
」

〈慶
史
観
平
研
究
=
二
七
披
)。
，

多
く
の
人
々
が
説
く
ご
と
く
、
氏
の
人
と
田
容
問
と
の
繕
~ひ
っ
き
は
明
ら
か
で

あ
る
と
同
時
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
氏
の
人
と
皐
聞
が
深
く
結
び
つ
い
て

、

い
れ
ば
い
る
ほ
、芝
、
直
接
に
氏
の
人
柄
に
ふ
れ
る
こ
と
を
え
な
か
っ
た
筆
者
に

そ
の
結
び
つ
き
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
目
的
と
す
る
の
は
本
書

を
手
が
か
り
と
し
て
氏
の
巨
人
的
な
研
究
業
績
を
い
か
に
ひ
き
つ
ぐ
こ
と
が
で

き
る
か
そ
自
分
な
以
ツ
に
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
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-
本
書
U
中
、
崎
部
分
民
一
あ
だ
‘る
可
申
闘
の
法
と
吐
曾
と
歴
史
」
で
は
分
量
の
限

-
「
中
関
法
制
史
」

n
t一
し九
五
二
年
〉

の
皇
草
で
、
東
樺
に
お
け
互
感
笹
本
審
と

し
守
れ
ピ
講
義
案
と
し
て
の
性
格
か
ら
土
地
所
有
の
問
題
に
は
ふ
れ
ら
れ
る
こ
王
権
威
主
義
の
把
握
に
研
箆
の
中
心
課
題
を
お
か
れ
た
氏
の
事
聞
も
ま
た
、
そ
の

が
少
な
か
っ
た
が
、
同
稿
の
農
奴
法
、の
部
分
に
お
け
る
明
代
の
一
回
爾
主
制
へ
方
向
を
維
持
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
こ
に
基
本
的
な
、理

論
的
観
角
に

の
言
及
と
「
惰
唐
の
法
律
と
そ
の
周
遁
ア
ジ
ア
諸
国
に
及
ぼ
し
た
影
響
」
で
の
お
い
て
質
的
な
獲
化
を
と
げ
た
と
い
え
よ
う
。

均
田
制
の
説
明
主
参
照
す
る
な
ら
、
氏
'の
研
究
の
精
髄
は
ほ
ぼ
本
書
に
ま
と
め
し
か
し
本
番
に
お
い
て
も
な
お
、
こ
の
観
鮎
ば
現
賓
の
分
析
の
面
で
は
完
全

ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
叉
氏
の
戟
後
の
新
し
い
一研
究
の
具
憶
に
賓
現
し
て
は
い
な
い
。
霊
田
氏
稿
が
、
-
ζ

の
よ
う
な
親
黙
は
叶
つ
い
に
氏
の

尉
出
後
鮎
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
如
く
「
中
閣
の
農
村
家
族
」
(
一
九
五
二
年
)
ー
事
聞
の
さ
占
領
域
を
貫
徹
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
個
々
の
論
文
仁
お
け
る
内
面

で
あ
り
、
こ
れ
は
氏
自
身
も
「
今
ま
で
書
い
た
う
ち
で
最
も
愛
惜
し
て
い
る
も
的
廃
理
に
肉
化
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
そ
の
膝
史
意
識
が
生
ま
の
ま
ま
で
あ
ら

め
L

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「
中
園

η
『
家
』
に
つ
い
て
」
は
そ
の
二
年
後
に
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
が
こ
れ
ら
の
史
論
風
の
文
章
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

行
な
わ
れ
た
講
演
に
嬢
る
も
の
で
あ
ウ
て
、
「
中
園
の
法
と
祉
曾
と
歴
史
L

に

い

で

あ
ろ
う
L

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
恐
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

結
賞
す
る
家
族
・
同
族
・
村
落
に
つ
い
て
の
氏
の
歴
史
像
形
成
の
中
間
項
と
し
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
氏
の
皐
風
と
そ
の
嬰
化
に
つ
い
て
も

て
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
論
文
及
び

、

本

書

ぅ

一
度
そ
の
意
味
を
た
ず
ね
て
み
る
必
要
が
あ
る
t

の
基
礎
、
背
景
を
な
す
過
去
の
数
多
く
の
業
績
を
主
論
文
で
あ
る
「
中
園
の
法
戦
後
に
お
け
る
氏
の
事
聞
の
幽
変
化
を
ひ
き
お
ニ
し
た
最
大
の
原
因
は
氏
も

と
枇
曾
と
歴
史
」
に
関
係

1p

つ
け
る
形
で
問
題
を
考
え
た
い
。
「
い
ま
ま
で
高
く
そ
び
え
て
い
た
、
力
強
く
見
え
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
日
本
画

氏
の
中
閣
の
法
と
祉
曾
と
歴
史
に
封
す
る
基
本
的
な
態
度
と
分
析
視
角
に
つ
家
枇
舎
の
権
威
主
義
が
轟
然
主
目
前
に
響
き
を
た
て
て
倒
れ
て
い
っ
た
と
見
え

い
て
は
、
氏
の
載
後
ーに
お
け
る
事
風
の
出
変
化
と
と
も
に
佐
伯
氏
第
一
稿
等
の
議
る
そ
の
時
黙
で
、
私
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
衝
撃
を
う
け
ま
し
た
」
と
い
っ
て

論
に
明
ら
か
で
あ
る
。
就
中
氏
が
「
書
中
園
枇
曾
に
お
け
る
法
を
動
か
す
カ
に
お
ら
れ
る
よ
う
な
戟
手
慢
陪
棋
の
う
け
と
め
方
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

つ
い
て
」
(
中
国
法
制
史
研
究
刑
法
所
政
・
一
九
五
九
年
)
で
設
か
れ
本
書

で

い

。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、

氏
の
載
中
戟
前
句
泉
問
研
究
に
、
常

も
く
り
か
え
さ
れ
る
「
ゆ
園
の
支
配
者
は
い
つ
も
法
と
し
て
の
青
山
味
内
容
も
な
識
的
な
意
味
で
い
う
権
威
主
義
や
、
日
本
帝
国
主
義
の
中
園
侵
略
に
迎
合
す
る

く
、
そ
の
賓
現
可
能
性
も
な
い
理
想
の
法
を
つ
く
っ
て
卒
気
で
い
た
の
で
は
な
よ
う
な
護
言、

思
考
が
皆
無
だ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
賓
に
氏
は
敗
戦
後
、

自
分

ぃ
。
法
は
窮
極
に
』
点
い
て
支
配
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
支
配
者
は
は
大
陸
管
脱
帽
に
責
任
が
な
か
っ
た
と
い
お
う
と
思
え
ば
い
う
こ
と
の
で
き
た
数

法
の
曲
変
更
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
。
法
に
よ
る
強
墜
も
そ
の
反
封
に
法
の
手
加
減
少
な
い
中
園
研
究
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
戦
前
の
氏
の
事
問
の
こ
う
し
た
性
絡

も
、
み
な
カ
の
封
抗
の
聞
か
ら
生
ず
る
。
カ
の
封
抗
と
矛
盾
封
立
が
法
を
お
し
は
氏
の
誠
貨
な
人
絡
に
よ
る
と
と
も
に
、
氏
の
と
っ
て
こ
ら
れ
た
法
史
撃
の
方

す
寸
め
て
き
た
原
動
力
で
あ
っ
た
」
と
い
う
氏
の
主
張
は
法
史
撃
の
分
析
の
み
法
と
も
無
線
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
，近
代
的
法
皐
乃
歪
は
法
史
事
は
そ
の

な
ら
ず
歴
史
皐
に
も
確
乎
と
し
た
方
向
づ
け
ゆ
輿
え
る
も
の
で
あ
る
。

か

つ

て

性

格
を
ま
げ
な
い
限
り
、
分
析
に
一
種
の
普
通
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

569 
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た
と
え
そ
の
法
を
生
み
だ
す
政
治
的
批
曾
的
基
盤
に
ま
で
そ
の
分
析
が
到
逢
じ

な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
モ
の
法
論
理
に
お
け
る
張
合
性
の
迫
求
は

一
定
の
科

寒
性
を
も
も
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
意
味
に
お
い
て
氏
の
戟
前
，の
業
績

は
省
時
に
お
い
て
中
園
枇
曾
の
最
も
科
畢
的
な
把
握
に
到
達
し
て
い
た
と
恩
わ

れ
る
。
そ
し
て
嘗
時
の
氏
の
業
績
は
そ
の
貼
で
今
な
お
現
広
そ
の
皐
間
的
生
命

を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
田
氏
の
い
う
、
「
『
日
も
夜
も
足
り
な
い
』
ょ
う

注
研
究
生
活
の
中
で
、
じ
か
も
『
自
己
の
泳
ぐ
領
域
の
ひ
ろ
さ
に
喜
び
を
感
じ

る
よ
う
な
』
資
質
の
充
全
な
仲
暢
過
程
」
は
こ
の
よ
う
な
方
法
の
有
効
性
と
相

表
裏
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
自
己
の
手
に
な
る
業
績
と
は
い
え
、
か

か
る
強
さ
を
も
っ
巨
大
な
成
果
を
更
に
の
り
こ
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
氏

の
戦
後
の
事
問
の
苦
悩
と
ス
ラ
ン
プ
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
そ
も
そ
も
長
年
か
か
っ
て
自
己
の
事
問
趨
系
守
き
ず
き
あ
げ
て
き
た
援
者

が
ブ
そ
の
拳
聞
の
枠
を
ま
も
り
つ
つ
新
た
な
視
角
を
き
り
ひ
ら
き
、
既
成
の
自

己
の
業
績
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
い
か
ば
か
り
の
苦
痛
に
み
ち
た
努
力
で
あ
ろ

う
か
。

ju--
こ
れ
は
大
き
く
い
え
ば
生
命
が
け
の
飛
躍
で
あ
る
。
た
だ
非
凡
の

精
一
抑
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ち
、
悪
罵
中
傷
を
お
そ
れ
ず

J

ひ
た
す
ら
員
理
を
追

求
す
る
誠
賓
さ
と
勇
無
を
一
も
つ
者
だ
け
が
こ
れ
を
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き

る」
h
繭
島
氏
稿
〉
そ
し
て
前
記
の
登
言
に
ま
っ
て
氏
は
最
終
的
に
新
し
い
事

風
を
支
え
る
論
理
に

-到
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
載
後
十
四
年
、
t

「
南
閣
の
農
村

家
族
」
の
上
梓
よ
り
し
て
も
七
年
の
の
ち
で
あ
る
。

こ
う
し
て
戦
後
の
氏
の
事
聞
は
各
論
考
聞
に
、
叉
そ
の
理
論
的
主
張
と
賓
査

の
間
に
川
更
に
時
に
は
同
一
論
考
内
に
お
い
て
さ
え
矛
盾
を
ふ
〈
み
な
が
ら
澄

展
し
て
き
た
の
で
あ
る
ブ
質
際
「
何
度
か
白
区
分
析
の
方
法
を
検
討
さ
れ
、
よ

り
綜
合
的
僅
系
的
な
把
握
を
執
劫
に
績
け
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
面
で

そ
の
慢
系
の
系
列
か
ら
は
み
だ
す
よ
り
塑
か
で
大
き
な
中
闘
の
史
的
現
賓
の
震

掘
U
惜
し
げ
も
な
い
努
力
を
費
や
さ
れ
で
い
る
た
め
に
、
安
易
な
イ
メ
，I
ジ
の

構
成
を
自
ら
否
定
さ
れ
た
部
分
も
甚
だ
多
い
」

ハ
佐
伯
氏
第
二
稿
)
民
の
穆
聞

に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
矛
盾
は
嘗
然
の
も
の
で
あ
っ
だ
。

本
稿
で
は
氏
の
こ
の
寝
言
に
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
新
し
い
立
場
主
規
準
と

し
て
、
氏
の
業
績
を
ど
の
よ
う
に
う
け
つ
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
た
い
。

直
接
本
書
に
つ
い
，て
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
，
家
族
法
に
始
ま
り
婚
姻
法

・
同

族
法
に
つ
な
が
る
系
列
の
理
論
、

ゴ奴
隷
法
・

農
奴
法
に
始
ま
り
土
地
法
に
つ
づ

4
理
論
、

及
び
刑
法
を
中
絞
と
す
る
諸
法
、
並
び
に
三
者
こ
と
に~前
三
者
の
論

理
の
設
展
交
錯
に
成
立
す
る
村
落
法
・

ギ
ル
ド
法
、
と
い
う
ほ
ぼ
四
系
統
の
論

理
が
金
一
慢
を
構
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
論
理
構
成
は
氏
の
摩
聞
の

畿
展
過
程
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
主

と
L
て
こ
こ
に
-記
し
た
順
に
氏
の
理
論
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

家
族
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
書
で
も
お
お
む
ね
「
中
閣
の
農
村
家
族
」
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
諸
論
黙
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
は

①
中
閣
の
農
村
家
族
は
戦
闘
以
来
小
型
家
族
で
あ
っ
た
が
、
ー
そ
の
構
成
か
ら
い

え
ば
大
家
族
的
で
あ
っ
た
。
②
家
族
内
の
財
産
は
基
本
的
に
は
家
族
全
員
の
共

産
で
あ
り
、
従
っ
て
家
産
の
綴
承
は
遺
言
制
度
に
よ
ら
ず
に
家
産
分
割
の
形
式

を
と
る
。

J

③
共
産
家
族
の
動
き
を
規
定
す
る
も
の
は
家
族
の
勢
働
と
消
費
の
際

の
規
律
で
あ
り
.
そ
の

d

規
律
は
家
父
長
を
通
じ
て
家
銀
全
員
を
規
制
す
る
。
叩家

父
長
の
家
産
管
理
機
は
こ
と
か
ら
み
ち
、ひ
き
だ
さ
れ
る
。

F@
共
産
家
族
の
中
で

の
各
人
の
位
置
は
そ
の
各
入
が
主
と
し
で
労
働
を
遁
じ
て
な
す
家
族
共
同
僅
へ

の
寄
奥
に
よ
っ
て
ー決
定
さ
れ
る
。
と
い
う
四
船
舶
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
ろ。

①
よ
り
分
裂
家
族
集
劉
の
老
人
分
等
に
謝
す
る
鋭
い
静
慣
が
生
れ
、
同
族
と
家

族
と
の
結
び
つ
き
へ
の
展
望
が
開
か
れ
る
。
②
①
か
ら
は
中
国
の
家
ー父
張
創
、の

↑

R
M
本
曲
一
寸
の
そ
れ
と
の
差
異
が
明
確
に
な
り
、
③
①
か
ら
家
涯
の
男
子
へ
の
均
分

-186ー
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が
み
ち
び
か
れ
る
。

こ
と
に
男
系
子
孫
へ
の
家
産
の
均
分
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
祭
司
の
観

念
さ
え
生
み
、
時
に
は
あ
た
か
も
こ
う
し
た
観
念
が
均
分
を
生
む
如
く
に
、見
え

る
ま
で
に
到
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
農
村
家
族
で
の
労
働
の
あ
り
方

と
結
び
つ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
氏
の
見
解
は
貴
重
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
レ。

こ
の
観
貼
の
延
長
の
上
に
、
一
見
上
記
の
論
理
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
南
宋
末

期
の
女
子
分
や
、
主
婦
の
「
鍵
の
楼
」
に
闘
す
る
氏
の
鮮
か
な
質
設
が
生
れ
て

く
る
。
女
子
分
に
関
す
る
氏
の
考
え
方
は
「
宋
代
の
家
産
法
に
お
け
る
女
子
の

地
位
μ

(
穂
積
先
生
追
悼
論
文
集
所
校
、
一
九
五
二
年
、
t

の
ち
「
中
闘
吐
曾
の

法
と
倫
理
」
等
に
鱒
載
)
に
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
氏
以
南
宋
期
に
お
け
る
女
子

分
(
男
子
の
二
分
の
一
の
家
産
分
割
)
を
江
南
地
方
の
法
慣
習
の
反
映
と
考
え

ら
れ
た
。
更
に

「
中
闘
の
家
父
長
的
構
成
と
家
内
奴
隷
的
家
族
ν
(中
園
の
農

村
家
族
〉
で
は
「
筆
中
華
南
、
殊
に
水
団
地
帯
で
は
女
子
の
農
耕
労
働
へ
の
参

加
が
比
較
的
強
く
要
求
さ
れ
、
農
村
夫
人
は
そ
の
天
足
の
ま
ま
で
あ
っ

て
、
纏

足
が
ま
れ
な
の
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
L

と
し
で
、
女
子
の
持
働
へ
の
参
加

と
女
子
分
と
の
閥
連
に
勺
い
て
の
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
。
、

以
上
の
よ
う
な
氏
の
農
村
家
族
の
と
ら
え
方
に
哨
到
し
て
氏
の
カ
の
矛
盾
封
抗

の
理
論
を
あ
て
は
め
る
な
ら
、
究
極
に
お
い
て
か
か
る
家
族
法
乃
至
は
法
慣
習

を
き
め
た
の
が
誰
で
あ
り
、
そ
れ
応
射
し
て
闘
っ
た
の
が
誰
で
あ
る
か
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
鮎
か
ら
す
る
と
家
内
奴
隷
的
家
族
と
い

っ

て
も
、
i

彼
ら
が
家
父
長
に
し封
し
て
奴
隷
的
で
あ
っ
，た
と
い
う
の
は
困
難
で
あ
ろ

う
〈
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
す
で
に
大
竹
秀
男
氏
が

「中
闘
の
農
村
家
族
」
に
附

さ
れ
た
そ
の
書
評
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
〉
。、
仁
井
田
氏
も
ま
た
「
農
村
家

族
ぼ
十
全
な
意
味
で
土
地
を
所
有
対
ず
」
汁
支
配
者
側
か
ら
の
遠
慮
の
な
い
牧
'

奪
が
行
な
わ
れ
、
生
，産

を
ま
し
た
ら
そ
れ
だ
け
奪
わ

κド
「
家
父
長
恥
玄
た
奴

隷
的
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
ぷ
岨
俸
の
合
理
化
の
た

ー

め
に
は
ま
ず
，家族
努
働
力
に
目
を
つ
け
る
」
の
が
家
父
長
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

に
目
を
む
け
ざ
る
を
え
な
く
さ
せ
る
の
は
搾
取
者
の
側
で
あ
る
。
宋
代
以
後
の

中
閣
で
は
、
貧
農
あ
る

・い
は
小
作
農
が
こ
の
よ
う
な
家
内
奴
織
的
と
さ
え
表
現

さ
れ
る
労
働
の
投
下
に
よ
っ
て
自
作
曲
演
に
上
昇
す
る
む
と
は
ま
れ
で
は
な
い

が
、
逆
に
か
か
る
袋
内
奴
隷
的
労
働
に
も
か
か
わ
ら
ず
貧
農
小
作
農
に
波
落
す

る
自
作
農
も
ま
た
珍
し
く
な
い
。
こ
う
し
た
小
作
農
か
ら
自
任
農
ま
で
ふ
く
み

こ
ん
だ
直
接
品
目働
者
に
封
立
す
る
地
主
健
制
と
の
開
係
に
お
い
て
、
氏
-の
形
象

化
さ
れ
た
農
村
家
族
の
性
格
を
理
解
す
る
努
力
に
よ
っ
て
の
み
氏
の
理
論
は
最

終
的
に

4

一貫
徹
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
佐
伯
氏
第
二
稿
に
お
け
る
氏
の

家
父
長
制
均
分
小
型
家
族
と
い
う
概
念
の
抽
象
性
へ
の
指
摘
参
照
)

1

4

叉
氏
は

a-
一

本
書
で
は
宋
代
以
後
の
中
園
枇
曾
に
勺
い
て
「
中
闘
中
世
に
お
け
る
家
父
長
制
即

の
根
強
さ
を
肯
定
し
つ
つ
」
ハ
岨
炭
鉱
制
の
存
在
を
試
金
石
と
し
て
」
こ
れ
を
フ
一

ュ
l
p
ル
な
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
あ
い
か
ら
す

る
と
、

こ
う
し
た
家
父
長
制
こ
そ
中
園
の
フ
ュ
1
F
ル
な
も
の
の
重
要
な
要
素

の
一
っ
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
氏
が
「
中
国
の
農
村
家
族
」

の
の
中
で
「
家
内
奴
隷
的
制
度
を
も
ふ
く
む
フ
ナ
l
F
ル
な
諸
閥
係
全
般
」
と
設

か
れ
た
観
貼
に
も
ど
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

同
族
に
つ
い
て
は
氏
は
(
親
族
と
異
な
り
女
系
親
を
ふ
く
ま
な
い
と
い
う
男
句，

系
型
の
血
縁
編
成
と
し
て
そ
の
意
義
づ
け
を
行
な
い
、
更
に
同
族
内
に
お
け
る

族
長
と
宗
子
の
雨
立
と
そ
の
役
割
を
考
え
て
百
本
の
場
ム
同
の
如
き
本
家
分
家
的

な
序
列
を
も
っ
血
縁
結
集
と
の
差
異
を
定
式
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
、世
代

，

，
差
の
み
を
規
準
と
す
る
朝
鮮
、
ロ
ー
マ
型
の
親
等
制
度
に
謝
し
て

t

世
代
差
と
い

う
縦
軸
と
同

一
世
代
聞
の
遠
近
と
い
う
横
軸
と
を
と
も
に
規
準
と
し
て

「同
等
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親
は
同
一
の
順
位
と
槽
利
を
も
っ
」
ゲ
ル
マ
グ
湿
の
親
等
制
度
に
相
似
の
も
の

で
あ
る
と
設
か
れ
る
。
朝
鮮
、
ロ

1
7
型
が
男
女
均
分
と
結
び
つ
き
、
中
闘
・

ゲ
ル
マ

γ
型
が
男
系
相
織
と
結
び
つ
く
と
い
う
指
摘
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
同
族
観
制
を
そ
の
族
産
の
所
有
と
考
え
あ
わ
せ
て
、
氏
は
「
十

・
十
一
世
紀
に
ギ
ル
ド
と
並
ん
で
農
村
の
共
同
種
的
関
係
の
稀
薄
さ
の
た
だ
中

に
成
立
す
る
同
族
集
圏
(
血
縁
的
再
編
成
ど
と
し
て
理
解
さ
れ
、
科
摩
官
僚

と
し
て
地
主
が
そ
の
勢
力
を
の
ば
す
足
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
主
佃
戸
関
係

の
矛
盾
を
そ
ら
す
フ
品

l

p
ル
な
も
の
と
謹
明
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で

「
同
族
の
成
立
は
中
閣
の
展
史
を
劃
し
た
現
象
」
で
あ
っ
た
。
氏
は
ま
た
「
中

闘
の
農
村
家
族
」
以
来
、
均
分
的
分
裂
と
同
族
結
合
と
の
統
一
を
「
ヨ
l
ロ
ノ

パ
型
の
封
建
制
と
の
差
異
を
一不
す
も
の
」
と
し
て
把
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
視

角
は
徹
底
し
た
均
分
の
貨
建
さ
れ
て
い
る
華
北
に
お
い
て
同
族
結
合
が
相
封
的

に
弱
く
、
同
族
結
合
が
強
い
と
い
わ
れ
て
い
る
撃
中
華
南
で
の
均
分
が
十
分
に

貧
愛
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
宋
代
型
の
闘
家
機
力
は
む
し
ろ
華
北
か
ら
形

成
さ
れ
は
じ
め
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
現
段
階
で
直
ち
に
全
面
的
に

肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
仁
井
田
氏
も
若
千
指
』
附
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
華
中
華
南
の
同
族
結
集
の
内
容
や
均
分
に
つ
い
て
も
議
論
の
品
跡
地
が
あ

り
、
方
向
と
し
て
は
氏
の
理
論
は
強
い
魅
力
を
も
っ
て
い
る
。

本
書
で
は
ま
た
、
同
族
結
合
は
績
の
仲
間
的
同
輩
思
想
を
う
む
よ
う
な
卒
等

的
側
面
を
も
ち
、
こ
.
れ
が
同
一
世
代
聞
の
均
分
を
支
え
る
一
要
素
で
あ
る
と
設

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
間
族
的
仲
間
関
係
の
成
立
の
要
因
を
「
東
洋
的
専

制
樋
カ
が
自
己
以
外
に
集
中
権
力
安
育
て
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
の
分
裂
的
政

策
』
「
力
の
椅
集
を
く
ず
し
、
カ
の
分
裂
を
ね
ら
う
専
制
権
力
が
自
己
の
都
合

の
よ
い
所
有
形
態
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
墜
力
」
に
求
め
ら
れ
る
。
恐
ら
く
機
力

が
同
族
的
所
有
、
規
制
の
支
持
強
化
を
闘
っ
た
こ
之
は
事
質
で
あ
ろ
う
が
、
一

歩
進
ん
で
こ
の
中
央
集
権
的
権
力
の
基
礎
を
な
す
地
主
制
と
同
族
結
合
の
間
の

関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
中
間
史
像
も
よ
り
正
確

な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
氏
に
よ
っ
て
、
ギ
ル
ド
結
合
の
地

縁
的
要
素
、
同
族
結
合
の
血
縁
的
要
素
が
、
と
も
に
フ
ュ

l
ダ
ル
な
も
の
と
し

て
う
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
が
、
こ
れ
が
と
も
に
宋
代
以

前
の
祉
曾
の
構
成
要
素
の
再
編
成
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
と
も
に
生
産
の
場

に
お
い
て

一
次
的
な
役
割
を
果
す
の
で
は
な
い
|
|
ギ
ル
ド
の
場
合
、

そ
の
ギ

ル
ド
成
立
の
場
所
を
地
縁
の
要
因
と
せ
ず
、
同
族
の
場
合
、
す
で
に
血
縁
者
聞

の
階
級
分
裂
が
明
白
で
あ
り
、
こ
れ
に
「
た
が
を
か
け
る
」
も
の
と
し
て
同
族

結
合
が
作
用
す
る
|
|
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
爾
要
素
が
二
次
的
再
編
成
約
な

も
の
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
宋
代
以
後
の
枇
曾
構
成
を
考
え
る
際
の
一

層
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

村
落
法
に
つ

い
て
の
分
析
は
質
設
的
に
は
同
族
の
分
析
と
相
重
な
っ
て
い
る

が
そ
の
理
論
的
な
出
護
貼
は
「
村
落
共
同
慢
は
農
民
に
再
生
産
の
地
盤
を
奥

ぇ
、
そ
の
地
盤
の
基
礎
を
培
う
趨
縦
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
地
盤
を
奪
つ
て
は

支
配
織
力
自
額

、いか
な
り
た
た
な
く
な
る
相
互
関
係
を
も
っ
た
機
構
で
あ
る
」
と

い
う
「
中
閣
の
同
族
叉
は
村
落
の
土
地
所
有
問
題
」
(
-
九
五
六
年
)
以
来
の

規
定
に
あ
る
。
そ
の
注
に
よ
る
と
、
こ
の
規
定
は
主
と
し
て
西
嶋
定
生
氏
の

「
各
人
の
努
働
力
の
再
生
産
を
そ
れ
な
く
し
て
は
不
可
能
な
ら
し
め
、
そ
れ
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
基
本
篠
件
の
あ
り
方
が
、
各
個
人

の
集
固
と
し
て
の
共
同
慢
の
存
在
を
必
然
な
ら
し
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
形
態

な
ら
び
に
そ
の
機
能
を
規
定
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す

な
わ
ち
共
同
慢
は
労
働
カ
再
生
産
の
培
養
基
と
L
て
設
定
さ
れ
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
」
と
い
う
護
言
に
よ
っ
て
い
る
。

西
嶋
氏
が
何
故
こ
こ
で
生
産
と
い

わ
ず
に
再
生
産
と
い
い
、
叉
培
養
基
と
い
う
生
産
そ
の
も
の
の
本
質
的
保
併
と
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ば
臭
っ
た
イ
ベ
ト
ジ
お
曲
燃
え
る
言
葉
を
使
用
ざ
れ
た
か
は
筆
者
に
ゆ
理
解
で
き

な
い
が
、
こ
れ
を
盛
期
さ
れ
た
仁
井
田
氏
の
場
合
に
は
更
に
こ
こ
か
ら
「
基
本

的
傑
件
」
と
い
う
規
定
が
ぬ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
生
産
そ
の
も

の
の
前
提
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
共
同
種
か
ら
い
わ
ゆ
る
叶
共
同
種
」
に

至
る
ま
で
一
様
に
遁
用
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
仁
井
田

氏
が
本
霊
園
で
時
に
共
同
慢
に
か
っ
こ
を
つ
け
、
時
に
か
っ
こ
を
は
ず
し
て
お
ら

れ
る
の
は
こ
の
こ
と
と
相
関
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
氏
の
賞
謹
に
ま
っ
て
も

向
族
め
義
荘
、
祭
回
を
除
く
な
ら
、
燃
料
‘
肥
料
の
供
給
源
と
し
て
の
持
山
、

共
有
池
塘
等
が
主
と
し
て
同
族
村
落
に
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
て
、
地
主
佃
戸

関
係
の
支
柱
と
し
て
再
編
成
さ
れ
る
同
族
結
合
、
村
落
結
合
と
い
う
立
場
か
ら

し
て
も
こ
う
し
た
状
況
は
「
共
同
僅
」
と
よ
ぶ
こ
と
さ
え
困
難
な
も
の
&
思
わ

れ
る
。以

上
の
よ
う
な
家
族
法
、
村
落
法
の
論
理
と
身
分
法
、
土
地
法
の
論
理
を
つ

な
ぐ
も
の
と
し
て
、
農
奴
法
の
項
に
「
十
世
紀
以
後
の
中
園
の
園
家
に
つ

い
て

農
奴
制
を
中
心
に
し
て
考
え
る
と
‘
国
家
の
権
力
は
経
済
外
的
強
制
と
緊
密
な

つ
な
が
り
が
る
っ
た
。
地
主
の
支
配
は
個
々

の
地
主
の
力
だ
け
で
は
貫
徹
で
き

ず
、
持
績
も
で
き
な
か
っ
た
」
か
く
て
「
ま
た
闘
家
と
村
落
は
分
つ
こ
と
の
で

き
な
い
構
力
支
配
機
構
で
あ
っ
て
、
地
主
の
暴
力
を
ふ
く
む
と
ζ
ろ
の
枇
曾
的

強
制
力
に
権
保
さ
れ
た
地
代
搾
取
形
態
、
い
わ
ゆ
る
経
済
外
的
強
制
が
行
な
わ

れ
た
」
と
い
う
鮮
か
な
主
張
が
み
ら
れ
る
。
氏
は
こ
の
主
張
と
関
連
し
て

「
十

世
紀
以
後
の
園
家
の
法
的
規
制
は
地
主
的
優
位
の
保
障
を
し
だ
い
に
き
ず
き
あ

げ
て
い
っ
た
」
と
し
て
、
南
宋
期
の
地
主
佃
戸
の
「
分
」
の
法
制
化
と
そ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
反
映
と
し
て
の
朱
子
皐
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し

如
上
の
論
理
が
第
一
に
要
求
す
る
の
は
、
生
産
賜
係
と
じ
て
の
地
主
佃
戸
関
係

。δ釘
が
成
立
し
た
北
宋
初
期
に
お
い
て
、
地
主
的
牧
奪
・
村
落
盤
制
と
つ
な
が
る
い

か
な
る
纏
力
支
配
が
み
ら
れ
る
か
と
い
・
う
ご
と
だ
は
な
い
だ
み
う
か
。
寺
「分し

と
朱
子
撃
に
つ
い
て
の
指
橋
は
貴
重
で
あ
る
が
、
そ
か
一
に
先
行
す
る
〈
時
期
仰

に
、
ま
た
趨
制
の
基
本
的
要
請
と
じ
て
)
規
範
あ
る
い
は
制
度
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
鮎
か
ら
み
れ
ば
氏
は
こ
の
正
し
い
規
定
を
十
分
に
寅
詮
化
さ
れ
る
徐

裕
を
つ
い
に
も
た
れ
え
な
か
っ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
氏
の
規
定
と
指
摘
を

生
か
し
て
結
び
つ
け
る
こ
と
は
残
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事
で
あ

る
。
農
奴
法
、
こ
と
に
可
契
約
」

を
め
ぐ
る
氏
と
宮
崎
市
定
氏
の
聞
の
見
解
の

相
違
と
論
争
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
佐
伯
氏
第
}
稿
の
指
摘
以
上
に
つ
け

く
わ
え
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る。

土
地
法
の
中
で
均
団
法
に
封
す
る
氏
の
理
解
に
つ
い
て
は
重
田
氏
稿
に
峻
烈

な
批
判
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
筆
者
に
ぬ
重
田
氏
の
い
う
如
く
、
宋
代
の
佃
戸

の
系
譜
が
現
在
の
賓
霊
史
撃
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
西
嶋
氏
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

「
皇
帝
の
個
別
人
身
支
配
を
う
け
あ
L

(

西
嶋
定
生
氏
編
、

東
洋
史
入
門
)
均

回
小
農
民
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
設
が
十
分
に
賞
讃
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ

な
い
。
今
な
お
法
制
と
し
て
の
均
田
制
下
に
包
括
さ
れ
る
農
民
の
中
で
仁
井
田

氏
の
裁
か
れ
る
よ
う
な
層
が
か
な
り
慶
汎
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
叉
西
嶋
氏
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
か
つ
て
の
堀
敏

一

の
「
個
々
の
農
民
の
非
常
に
高
い
濁
立
性
L

と
「
賞
奥
の
凱
に
あ
ら
わ
れ
た
よ

う
な
2

農
民
叛
飢
の
非
常
に
高
い
摩
一
カ
」
が
宋
代
の
中
央
集
権
制
を
必
然
的
に
要

求
し
た
と
い
う
鋭
い
指
摘
(
中
固
に
お
け
る
封
建
闘
家
の
形
態
、
歴
研

一
九
五

0
年
度
大
曾
報
告
〉

と
は
う
ら
は
ら
に
、
陽
暦
以
来
五
代
の
分
裂
期
を
ふ
く
み

な
が
ら
本
賀
的
に
は

一
貫
し
て
強
化
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
中
央
集
権
的
権

力
を
そ
の
経
済
的
土
肇
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

降
っ
て
一
団
関
車
制
と
償
問
佃
客
一
に
劃
す
る
氏
の
見
解
を
み
る
と
、
こ
こ
で
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は
佐
伯
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
弱
鮎
は
克
服
さ
れ
て
い
な
し
V

よ
う
に
み
え

る
。
地
主
・
佃
戸
の
分
か
ら
長
幼
の
序
へ
と
い
う
氏
の
見
解
は
勿
論
正
し
い
で

あ
ろ
う
が
、
佐
伯
氏
の
批
剣
(
宮
崎
市
定
局
の
見
解
を
も
ふ
ま
え
て
出
さ
れ

た
)
に
よ
る
な
ら
n

宋
代
の
「
随
回
佃
客
」
か
ら
明
代
の
「
東
換
不
換
一回
」
さ

ら
に
は
一
回
爾
主
へ

の
過
程
は
一
連
の
も
の
と
考
え
う
る。

刑
法
に
つ
い
て
は
本
書
は
「
中
園
の
古
刑
法
は
も
と
よ
り
機
刀
支
配
の
最
先

端
で
あ
り
、
、君
主
や
父
母
に
封
す
る
犯
罪
に
は
極
刑
を
科
し
た
」
と
刑
法
の
最

終
的
目
的
を
規
定
し
、
そ
の
法
形
式
面
の
特
徴
と
し
て
、
罪
刑
法
定
主
義
(
類

ι

樵
解
稗
と
君
主
の
専
断
を
排
除
し
な
い
が
)
、

道
義
的
責
任
論
と
犯
罪
行
局
に

劃
す
る
等
量
的
態
報
の
原
則
、
無
桝
到
償
措
河
働
の
牧
奪
を
狙
う
自
由
刑
が
そ
れ
ぞ

れ
他
民
族
に
比
し
て
一
極
め
て
早
期
に
援
護
し
た
こ
と
、
及
び
全
鐙
と
し
て
の
刑

法
そ
の
も
の
の
早
期
設
逮
を
説
か
れ
る
。

こ
の
う
ち
氏
の
い
わ
れ
る
古
刑
法
の
道
義
的
責
任
論
と
等
量
的
勝
報
:市

川
結
合

に
つ
い
て
は
、
日
原
利
園
氏
の
批
判
が
あ
り
、
そ
れ
は
最
終
的
に
は
、
「
春
秋
公

羊
撃
の
倫
理
思
想
T
h
|剣
断
方
式
に
つ
い
て
l
l
l
」
(
東
洋
史
研
究
二
三
の
三
)

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
日
原
氏
に
よ
る
と
‘
古
刑
法
の
典
型
と
し
て
公
羊
率

の
一
法
理
論
を
う
ち
づ
け
る
倫
理
は
「
客
観
的
事
賓
や
結
果
を
全
く
無
視
し
て
内

的
心
意
の
み
を
一
方
的
に
追
求
す
る
剣
断
方
式
」
と
L
て
定
式
化
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
「
倫
理
」
が
刑
法
に
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
と
考
え
れ
ば
仁
井
田
氏
の

見
解
と
矛
盾
を
生
ず
る
わ
附
で
あ
る
が
、
日
原

i

氏
は
ま
た
「
公
羊
察
の
倫
理
思

想
は
民
か
ら
士
大
夫
一ま
で
人
関
一
般
を
釘
象
と
し
な
い
」
「
支
配
の
直
に
つ

い

た
土
人
階
級
の
道
義
的
要
請
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
レ
る
。
と
こ
ろ
で
刑
法
は

ま
さ
に
「
庶
人
に
下
す
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
倫

恐
思
想
と
刑
法
理
論
、
更
に
は
，刑
法
の
賓
鐘
の
聞
に
は
自
ら
径
庭
いが
生
じ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
動
か
めゆ
雨
氏
の
見
解
を
統
一
的
に
考
え
れ
ば
、
そ
こ
広
中
国
古

刑
法
の
特
色
が
う
か
び
巌
酔
っ
て
く
る
よ
う
に
怒
わ
れ
る
。
叉
刑
法
は
樺
カ
支

配
貫
徹
の
手
段
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
氏
が
自
由
刑
の
畿
患
に

ウ
い
て
、
権
力
支
配
と
の
関
連
を
読
品川
れ
だ
よ
う
な
、
手
段
と
内
容
を
統

一
的

に
把
え
る
観
鮎
を
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
そ
の
他
の
刑
法
の
特
色
に
つ

い
て
も

追
求
で
き
る
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
の
中
国
史
像
は
よ
り
塑
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

~最
後
に
本
書
に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
る

h

仁
井
田
氏
の
豆
大
な
業
績
を
ふ
り
か

え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
は
氏
の
業
績
を
継
承
す
る
こ
つ
の
方
向
が
可
能
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
白
末
字
通
り
中
園
の
法
と
祉
曾
と
歴
史
の
金
分
野
を
お

お
い
さ
ら
に
周
遊
ア
ジ
ア
に
及
ぶ
庚
汎
な
業
績
を

「
閣
学
問
的
醇
化」

を
う
た

っ

て
「
搾
取
」
し
て
や
せ
ほ
そ
ら
せ
形
骸
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
そ
の

皐
間
の
幾
世
帯
'
の
あ
と
、
そ
の

E
大
な
一
過
去
の
業
績
の
全
分
野
に
亙
っ
て
貫
徹
す

べ
き
い
と
ま
を
も
た
ず
に
去
ら
れ
た
氏
の
正
し
い

J

観
鮎
を
ひ
き
つ
、
ぎ
愛
展
さ

せ
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
像
を
よ
り
豊
か
で
正
し
い
も
の
と
す
る
方
向
で
あ
る
。

筆
者
も
ま
た
こ
の
方
向
の
追
求
に
努
力
す
る
こ
と
を
も
っ
て
先
生
の
御
冥
一
臓
を

い
の
り
た
い
と
思

う

。

(

佐

竹

‘
靖
彦
)
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